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に

一
九
九
〇
年
、
私
は
大
学
を
卒
業
し
、
非
常
勤
講
師
と
し
て
、
と
あ
る
高
校
の
教
壇
に
立
っ
た
。

若
く
、
未
熟
だ
っ
た
私
の
授
業
は
、
た
ち
ま
ち
学
級
崩
壊
に
陥
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
私
が
古
風
な
文
学
青
年
で
あ
っ
た
た
め
だ

ろ
う
、
何
人
か
、
自
作
の
詩
や
小
説
を
見
せ
に
く
る
生
徒
も
あ
ら
わ
れ
た
。

そ
れ
ら
の
作
品
に
は
、
ほ
ん
き
で
感
激
さ
せ
ら
れ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
習
作
と
し
て
も
不
出
来
な
も
の
も
あ
っ
た
。
た
だ
、
ど

の
生
徒
が
書
く
も
の
も
、「
芸
術
作
品
」
―
小
説
の
場
合
な
ら
「
純
文
学
」
―
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
点
は
、
お
な
じ
で
あ
っ

た﹇
注
1
﹈。

そ
れ
か
ら
十
年
以
上
、
私
は
そ
の
高
校
に
厄
介
を
か
け
た
。
人
ま
え
で
話
し
を
す
る
こ
と
に
は
、
す
こ
し
は
馴
れ
て
い
っ
た
も

の
の
、
そ
の
高
校
で
の
私
は
最
後
ま
で
、

「
授
業
の
へ
た
な
、
文
学
青
年
く
ず
れ
」

で
あ
っ
た
。
大
半
の
生
徒
か
ら
は
そ
っ
ぽ
を
む
か
れ
、
ご
く
わ
ず
か
な
生
徒
だ
け
が
、
書
い
た
作
品
を
も
っ
て
私
に
寄
っ
て
き
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た
。生

徒
の
書
く
も
の
に
変
化
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
教
壇
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
五
、六
年
し
て
か
ら
だ
ろ
う
か
。「
純

文
学
」
風
の
小
説
を
目
に
す
る
こ
と
が
、
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
生
徒
が
「
小
説
」
と
称
し
て
書
い
て
く
る
の
は
、

ア
ニ
メ
や
ゲ
ー
ム
の
二
次
創
作
も
の
か
、
自
作
の
イ
ラ
ス
ト
が
挿
入
さ
れ
た
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
調
の
も
の
ば
か
り
に
な
っ
た
。

お
も
え
ば
、
私
が
そ
の
高
校
で
お
し
え
は
じ
め
た
頃
、
読
書
好
き
な
生
徒
は
、
よ
し
も
と
ば
な
な
や
村
上
龍
を
読
ん
で
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
九
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
同
時
代
の
「
純
文
学
作
家
」
を
読
ん
で
い
る
生
徒
は
、
目
立
っ
て
減
り
は
じ
め
た
。

イ
ン
プ
ッ
ト
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
双
方
に
わ
た
っ
て
、
私
が
か
か
わ
る
生
徒
た
ち
は
、「
純
文
学
小
説
」
か
ら
離
れ
て
い
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
当
初
、
私
は
こ
の
現
象
を
、
そ
の
高
校
の
生
徒
の
質
が
お
ち
た
せ
い
だ
と
か
ん
が
え
て
い
た
。
が
、
こ
の
認
識
の

あ
や
ま
り
に
気
づ
く
の
に
、
時
間
は
か
か
ら
な
か
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
私
は
大
学
や
予
備
校
で
も
仕
事
を
は
じ
め
た
。
そ
れ

ら
の
あ
た
ら
し
い
職
場
で
も
、
自
作
の
「
小
説
」
だ
と
い
っ
て
見
せ
ら
れ
る
の
は
、
お
お
む
ね
、「
純
文
学
」
と
は
か
け
離
れ
た

作
品
で
あ
っ
た
。

興
味
ぶ
か
い
の
は
、
教
え
子
が
見
せ
に
く
る
「
詩
」
に
は
、
こ
う
し
た
変
化
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
い
か
に
も
「
現

代
詩
」
と
い
っ
た
お
も
む
き
の
作
品
を
、
授
業
後
に
し
め
さ
れ
る
こ
と
は
、
現
在
で
も
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

こ
の
「『
文
芸
全
般
』
で
は
な
く
、『
純
文
学
』
の
小
説
と
と
り
わ
け
縁
ど
お
く
な
る
」
と
い
う
傾
向
は
、
ど
う
や
ら
私
の
教
え

子
に
だ
け
生
じ
た
の
で
は
な
い
ら
し
い
。
昨
年
（
二
〇
一
〇
年
）、
村
上
春
樹
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
え
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ

て
い
る
。

そ
れ
ま
で
（
引
用
者
注
・『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
が
ミ
リ
オ
ン
・
セ
ラ
ー
に
な
る
ま
で
、
と
い
う
意
味
）
は
、
一
部
の
熱
心
な
読
者
が
い
る
、

い
う
な
れ
ば
カ
ル
ト
的
作
家
み
た
い
な
気
楽
な
立
場
だ
っ
た
。
で
も
結
局
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
が
売
れ
す
ぎ
た
ん
だ
と
思
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う
。
僕
は
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
気
に
し
な
い
ほ
う
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
、
い
わ
れ
の
な
い
反
感
み
た
い
な
も
の
を
感

じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
孤
立
感
は
強
か
っ
た
で
す
。
日
本
文
学
自
体
が
変
質
し
て
、
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
的
な
も
の
が
実

質
的
な
力
を
失
っ
て
引
い
て
い
く
な
か
で
、
あ
く
ま
で
結
果
的
に
で
す
が
、
僕
が
オ
フ
サ
イ
ド
的
に
目
立
つ
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。﹇
注
2
﹈

「
日
本
文
学
自
体
が
変
質
し
て
、
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
的
な
も
の
が
実
質
的
な
力
を
失
っ
て
引
い
て
い
く
」
―「
純
文
学
」
と
、

そ
れ
を
さ
さ
え
て
い
た
「
文
壇
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
を
、
肌
で
感
じ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
の
は
一
九
八
七
年
、
バ
ブ
ル
経
済
の
絶
頂
期
で
あ
っ
た
。「
純
文
学
」
や
「
文

壇
」
は
、「
遅
れ
て
近
代
化
し
た
国
」
と
し
て
、
先
進
国
に
追
い
つ
こ
う
と
し
た
時
期
の
社
会
シ
ス
テ
ム
に
対
応
し
て
い
る
。
そ

れ
ら
は
た
し
か
に
、
バ
ブ
ル
の
到
来

―
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
型
発
展
モ
デ
ル
の
飽
和
点

―
で
使
命
を
終
え
た﹇
注
3
﹈。
し
か
し
、

バ
ブ
ル
時
代
の
経
済
的
ゆ
と
り
は
、
す
で
に
不
用
と
な
っ
た
「
こ
れ
ま
で
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
」
が
、
居
残
り
つ
づ
け
る
こ
と

を
許
容
し
た
。
彼
ら
「
旧
・
主
流
派
」
は
、
影
響
力
を
う
し
な
い
か
け
て
い
た
と
は
い
え
、
ポ
ス
ト
「
純
文
学
」
の
時
代
の
シ
ン

ボ
ル
で
あ
る
春
樹
に
、
嫌
が
ら
せ
を
す
る
ぐ
ら
い
の
余
力
は
あ
っ
た
。『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
の
後
、
春
樹
が
圧
迫
を
受
け
た
の

は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

バ
ブ
ル
の
崩
壊
を
、
社
会
全
体
が
実
感
し
た
の
が
一
九
九
二
年
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
が
、
一
時
的
な
不

況
で
は
な
く
、
日
本
社
会
の
構
造
的
な
行
き
づ
ま
り
で
あ
る
こ
と
は
、
一
九
九
五
年
に
表
面
化
し
た﹇
注
4
﹈。
こ
れ
以
降
、
春
樹
を

抑
え
こ
も
う
と
し
て
い
た
「
旧
・
主
流
派
」
は
、
一
般
の
読
書
好
き
か
ら
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
な
い
ほ
ど
、
小
さ
な
存
在
に
な
っ
た
。

地
域
を
問
わ
ず
、
歴
史
の
は
じ
め
に
は
、
韻
文
が
「
高
級
な
文
学
」
の
に
な
い
手
で
あ
っ
た
。
近
代
社
会
の
成
立
と
と
も
に
、

詩
が
占
め
て
い
た
「
文
学
の
王
者
」
の
座
を
、
芸
術
と
し
て
の
散
文
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
奪
い
と
る
。
こ
う
し
て
お
と
ず
れ
た
「
純
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文
学
小
説
の
時
代
」
の
、
日
本
に
お
け
る
終
焉
が
、
一
九
九
五
年
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
も
、「
純
文
学
変
質
論
」
の
た
ぐ
い
は
、
く
り
か
え
し
論
議
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
文
学
で
生
活
し
て
い
る
人
間
、

あ
る
い
は
、
そ
う
な
る
こ
と
を
の
ぞ
ん
で
い
る
人
間
が
、

「
文
学
者
と
し
て
も
っ
と
も
高
級
な
い
と
な
み
は
、
芸
術
と
し
て
の
散
文
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
書
く
こ
と
だ
」

と
い
う
信
念
を
共
有
し
て
い
る

―
こ
の
事
実
は
ず
っ
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
の
「
書
き
た
い
若
者
」
の
多
く

は
、「
純
文
学
小
説
」
に
特
別
な
こ
だ
わ
り
を
も
っ
て
い
な
い
。

一
九
九
五
年
の
日
本
で
お
こ
っ
た
「
純
文
学
」
の
終
焉
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
が
直
面
し
た
事
態
に
な
ぞ

ら
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
。
第
一
次
大
戦
以
前
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
演
奏
会
で
は
、
過
去
の
古
典
と
お
な
じ
よ
う
に
し
て
、
同
時
代

の
作
品
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
両
大
戦
間
を
端
境
期
と
し
て
、
現
存
作
曲
家
の
音
楽
は
、
一
部
の
好
事
家
だ
け
が
聴
く
も
の

に
な
っ
た
。
今
日
で
も
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
や
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
さ
か
ん
に
聴
か
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
な
同
時
代
作
家
は
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
分
野
に
は
い
な
い﹇
注
5
﹈。

漱
石
や
太
宰
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
や
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
も
ひ
ろ
く
享
受
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
い
っ
ぽ
う
、

今
後
生
み
出
さ
れ
る
「
純
文
学
小
説
」
は
、「
現
代
音
楽
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
か
ぎ
ら
れ
た
マ
ニ
ア
だ
け
に
愛
好
さ
れ
る

に
ち
が
い
な
い
。

本
書
は
、
二
〇
一
〇
年
九
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
、
ひ
つ
じ
書
房
設
立
二
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
可
能
性
と
し
て
の
文
学

教
育
」
を
母
胎
と
し
て
い
る
。

文
学
教
育
は
、
し
ば
し
ば
「
感
動
」
や
「
心
の
ゆ
た
か
さ
」
を
謳
う
。
だ
が
、
何
が
「
文
学
」
で
あ
り
、
い
か
に
し
て
「
感
動
」

が
お
こ
る
の
か
を
あ
い
ま
い
に
し
た
ま
ま
、
そ
れ
を
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
に
あ
や
う
い
。
教
え
る
側
が
熱
意
を
も
て
ば
も
つ
ほ
ど
、

教
え
ら
れ
る
側
は
、
押
し
つ
け
を
こ
う
む
っ
た
と
受
け
と
り
か
ね
な
い
。
こ
と
に
、
一
九
九
五
年
以
前
に
文
学
観
を
形
成
し
た
人
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間
が
教
え
る
側
に
あ
る
と
き
、
そ
の
危
険
は
つ
よ
く
な
る
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
ナ
イ
ー
ヴ
な
「
感
動
主
義
」
と
は
距
離
を
と
り
な
が
ら
、
文
学
教
育
を
実
践
す
る
方
法
が
模
索
さ
れ
た
。

山
本
康
治
氏
は
、
文
学
教
育
に
お
い
て
「
感
動
」
が
特
権
的
な
地
位
を
し
め
て
い
く
歴
史
的
経
緯
を
、
明
治
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ

て
し
め
さ
れ
た
。
同
時
に
、「
感
動
」
の
み
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
な
い
、
文
学
教
育
の
意
義
と
使
命
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
提
案

を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

「
純
文
学
小
説
」
の
時
代
の
お
わ
り
は
、
右
肩
あ
が
り
の
経
済
発
展
が
見
こ
め
た
時
代
の
お
わ
り
で
も
あ
る
。
物
質
的
に
ゆ
た

か
に
な
る
こ
と
を
追
求
し
て
も
、
大
半
の
国
民
が
む
く
わ
れ
な
い
状
況
が
や
っ
て
き
て
い
る
。
文
学
教
育
に
お
い
て
は
、「
実
利
」

に
の
み
還
元
さ
れ
な
い
「
幸
福
」
が
問
題
と
さ
れ
る
、
と
い
う
山
本
氏
の
結
論
は
、
今
日
に
お
い
て
こ
そ
お
も
い
。

言
葉
を
も
ち
い
る
文
学
以
上
に
、
音
楽
や
美
術
は
、
感
性
の
み
で
受
け
と
る
べ
き
も
の
と
み
な
さ
れ
や
す
い
。
む
ろ
ん
、
音
楽

や
美
術
に
も
、
作
品
解
釈
の
「
方
法
」
は
確
固
と
し
て
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
現
況
で
は
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
る
。
岩
河
智

子
氏
は
、
自
在
に
ピ
ア
ノ
を
あ
や
つ
り
つ
つ
、
音
楽
上
の
「
印
象
」
が
い
か
に
立
ち
あ
が
る
か
を
解
説
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
氏
は
、

札
幌
室
内
歌
劇
場
の
音
楽
監
督
を
つ
と
め
て
お
ら
れ
る
。
楽
曲
分
析
と
い
う
知
的
作
業
を
、
こ
こ
ま
で
観
客
を
ひ
き
つ
け
つ
つ
展

開
で
き
る
の
は
、
氏
が
舞
台
人
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
論
理
を
介
在
さ
せ
て
対
象
に
わ
け
い
る
こ
と
と
、
対
象
の
「
生
気
」
を
お
も
ん

じ
る
こ
と
は
矛
盾
し
な
い

―
そ
の
こ
と
を
、
岩
河
氏
の
講
演
は
実
感
さ
せ
て
く
れ
た
。

相
沢
毅
彦
氏
は
、
日
本
文
学
協
会
・
国
語
教
育
部
会
の
若
手
の
論
客
で
あ
る
。
文
学
テ
ク
ス
ト
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
唯
一

の
正
解
は
な
か
な
か
み
つ
か
ら
な
い
こ
と
は
、
だ
れ
が
見
て
も
あ
き
ら
か
だ
。
か
と
い
っ
て
、
生
徒
ひ
と
り
ひ
と
り
が
、
好
き
勝

手
に
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
す
る
に
ま
か
せ
る
な
ら
、
文
学
教
育
は
な
り
た
た
な
い
。
こ
の
袋
小
路
に
対
し
、
最
新
の
文
学
理
論
を
武

器
に
、
相
沢
氏
は
正
面
突
破
を
は
か
っ
た
。
氏
の
奮
闘
は
、
袋
小
路
を
解
消
さ
せ
る
よ
り
も
、
そ
の
前
で
誠
実
に
迷
い
ぬ
く
ほ
う

に
意
味
が
あ
る
、
と
い
う
事
実
を
、
わ
れ
わ
れ
に
し
め
し
て
く
れ
た
。
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な
お
、
私
は
系
統
立
て
て
国
語
教
育
を
研
究
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
論
集
の
編
者
を
つ
と
め
る
に
は
、
キ
ャ
リ

ア
も
力
量
も
不
足
し
て
い
る
。
相
沢
氏
に
は
、
も
う
ひ
と
り
の
編
者
と
な
っ
て
い
た
だ
き
、
編
集
作
業
を
す
す
め
る
う
え
で
、
支

援
を
う
け
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
講
演
し
て
い
た
だ
い
た
以
上
三
氏
の
ほ
か
に
、
論
集
を
な
す
に
あ
た
り
、
あ
ら
た
に
三
名
の
方
に
寄
稿
を
お

ね
が
い
し
た
。

黒
木
朋
興
氏
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
教
育
の
歴
史
に
つ
い
て
お
書
き
い
た
だ
い
た
。
レ
ト
リ
ッ
ク
（
修
辞
学
）

で
は
、
書
く
べ
き
主
題
の
発
見
法
や
、
演
説
の
際
の
身
ぶ
り
・
手
ぶ
り
ま
で
も
が
研
究
対
象
と
な
る
。
小
説
が
文
学
の
中
心
を
占

め
る
以
前
、
欧
州
で
は
、
そ
う
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
こ
そ
が
、
言
語
教
育
の
根
幹
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
小
説
の
時
代
の
到
来
と
と

も
に
、
書
き
こ
と
ば
の
表
現
効
果
だ
け
が
、
教
育
の
場
で
偏
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

欧
米
で
も
、
文
学
に
お
け
る
小
説
の
覇
権
は
お
わ
り
つ
つ
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
も
と
、
言
語
教
育
の
あ
り
か
た
を
問
い
な

お
す
の
に
、
黒
木
氏
の
論
文
は
必
読
と
い
え
る
。

水
野
僚
子
氏
に
は
、
岩
河
氏
の
報
告
を
お
ぎ
な
う
意
味
で
、
美
術
教
育
に
お
け
る
リ
テ
ラ
シ
ー
の
問
題
を
論
じ
て
い
た
だ
い
た
。

現
在
の
美
術
教
育
で
は
、
図
像
読
解
の
方
法
や
、
視
覚
表
現
が
い
か
な
る
効
果
を
も
た
ら
す
か
に
つ
い
て
、
問
わ
れ
る
機
会
が
ほ

と
ん
ど
な
い
。
こ
の
た
め
、「
見
る
こ
と
」
を
つ
う
じ
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
す
り
こ
み
に
、
現
代
日
本
人
は
ま
っ
た
く
免
疫
が

で
き
て
い
な
い
。

理
論
を
看
過
し
、
感
性
の
み
で
お
こ
な
わ
れ
る
芸
術
教
育
の
弊
を
、
水
野
氏
は
あ
ざ
や
か
に
え
ぐ
り
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
指
摘
が
、
文
学
教
育
に
と
っ
て
も
、
他
人
事
で
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
の
読
み
の
多
様
性
を
み
と
め
る
こ
と
と
、
文
学
教
育
に
お
い
て
実
を
あ
げ
る
こ
と
の
、
両

立
は
む
ず
か
し
い
。
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高
木
信
氏
は
、
一
義
的
な
解
釈
を
批
判
す
る
テ
ク
ス
ト
論
の
立
場
か
ら
、
文
学
教
育
に
つ
い
て
発
言
し
て
こ
ら
れ
た
。
本
書
に

お
寄
せ
く
だ
さ
っ
た
論
の
な
か
で
、
高
木
氏
は
、「
テ
ク
ス
ト
理
論
的
分
析
」
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
読
み

手
の
解
釈
の
ほ
し
い
ま
ま
な
暴
走
を
賛
美
す
る
も
の
で
は
な
い
。
テ
ク
ス
ト
か
ら
聞
き
と
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
語
る
声
」
に
耳
を

か
た
む
け
、
通
り
の
い
い
解
釈
に
安
易
に
も
た
れ
か
か
る
こ
と
を
氏
は
し
り
ぞ
け
る
。
長
年
、
国
語
教
育
の
側
か
ら
テ
ク
ス
ト
論

に
提
示
さ
れ
て
き
た
疑
念
に
、
決
定
的
に
こ
た
え
た
も
の
と
、
私
は
高
木
氏
の
論
考
を
読
ん
だ
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
足
を
運
ん
で
く
だ
さ
っ
た
聴
衆
は
、
そ
ろ
っ
て
深
い
問
題
意
識
を
お
も
ち
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
方
々
と
の

対
話
か
ら
、
触
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
多
か
っ
た
。
な
か
で
も
、
理
化
学
研
究
所
の
竹
谷
篤
氏
か
ら
の
、

「
ア
メ
リ
カ
の
学
生
と
く
ら
べ
、
日
本
の
学
生
は
、
理
数
能
力
で
は
お
と
ら
な
い
の
に
、
プ
レ
ゼ
ン
能
力
で
負
け
て
い
る
。
こ

れ
は
、
国
語
教
育
の
問
題
で
は
な
い
の
か
」

と
い
う
問
い
か
け
に
は
刺
激
を
う
け
た
。
そ
こ
で
、
理
系
の
研
究
者
の
立
場
か
ら
、
国
語
教
育
に
か
ん
じ
て
い
る
疑
問
点
を
竹

谷
氏
に
ま
と
め
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
に
対
す
る
相
沢
氏
と
私
の
応
答
と
あ
わ
せ
て
、
本
書
に
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
。

な
お
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
後
、
本
書
が
編
ま
れ
る
ま
で
に
、
東
日
本
大
震
災
と
福
島
第
一
原
発
の
事
故
と
い
う
、
大
き
な
出
来

事
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
つ
う
じ
て
、
こ
れ
ま
で
見
え
て
い
な
か
っ
た
日
本
社
会
の
問
題
が
浮
き
ぼ
り
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

文
学
教
育
は
ど
こ
ま
で
応
じ
ら
れ
る
の
か

―
私
自
身
は
、
こ
の
問
い
に
つ
い
て
論
じ
た
文
章
を
ま
と
め
て
み
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
も
と
に
書
籍
を
つ
く
る
こ
と
は
、
ひ
つ
じ
書
房
房
主
・
松
本
功
氏
の
発
案
に
よ
る
。
類
書
に
は
な
い
、
ユ

ニ
ー
ク
な
価
値
が
こ
の
書
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
松
本
氏
の
提
言
に
よ
る
部
分
が
大
き
い
。
ま
た
、
担
当
編
集
者
の
森
脇
尊
志
氏
を

は
じ
め
、
ひ
つ
じ
書
房
の
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
に
は
、
私
の
至
ら
な
さ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
負
担
を
お
か
け
し
た
。
あ
ら
た
め
て
お
礼

と
、
お
わ
び
を
申
し
あ
げ
た
い
。

震
災
と
原
発
事
故
は
、「
純
文
学
小
説
の
時
代
」
の
お
わ
り
、
太
平
洋
戦
争
後
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
失
効
を
、
あ
ら
た
め
て
告



x

知
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
「
も
と
」
や
「
こ
と
」
の
存
在
意
義
を
問
い
な
お
さ
れ
て
い
る
今
、
文
学
教
育
は
い
か
に
し

て
生
き
の
び
ら
れ
る
の
か

―
そ
の
問
い
か
け
に
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
本
書
が
答
え
得
て
い
る
と
す
れ
ば
、
編
者
と
し
て
幸
い

に
お
も
う
。

助
川
幸
逸
郎

　
　
　
　
　
　
　

﹇
注
1
﹈

　「
純
文
学
」
の
定
義
は
む
ず
か
し
い
。
実
際
的
に
は
、
そ
の
作

品
が
掲
載
さ
れ
た
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
、「
純
文
学
」
か
「
大
衆
文
学
」

か
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
こ
こ
で
は
、「『
芸
術
』
と
し
て
あ
つ
か

わ
れ
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
文
学
」
と
い
う
意
味
で
、「
純
文
学
」
の

語
を
も
ち
い
る
こ
と
と
す
る
。
ち
な
み
に
、「
純
文
学
」
と
か
「
大
衆
文
学
」

と
か
い
う
言
い
ま
わ
し
は
、
事
実
上
、
小
説
に
対
し
て
し
か
適
用
さ
れ
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、
近
代
に
お
け
る
、
小
説
の
特
権
的
な
地
位
の
あ
ら
わ

れ
で
あ
る
。

﹇
注
2
﹈

　「村
上
春
樹

　ロ
ン
グ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」（
季
刊
『
考
え
る
人
』
二
〇
一
〇

年
夏
号

　新
潮
社
）

﹇
注
3
﹈

　こ
の
こ
と
は
、
柄
谷
行
人
『
近
代
文
学
の
終
り
』（
二
〇
〇
五
年

　

イ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
）
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
柄
谷
は
、
春
樹
を
批
判
す
る

勢
力
の
理
論
的
支
柱
で
あ
っ
た
。
立
場
の
相
反
す
る
柄
谷
と
春
樹
が
、
お

な
じ
認
識
を
し
め
し
て
い
る
事
実
は
お
も
い
。

﹇
注
4
﹈

　九
五
年
は
、
オ
ウ
ム
事
件
と
阪
神
大
震
災
が
起
こ
っ
た
年
で
あ

る
。
こ
の
年
を
、
日
本
社
会
の
転
換
点
と
し
て
と
ら
え
る
論
は
多
い
。
経

済
的
に
い
え
ば
、
九
五
年
は
、
燃
料
コ
ス
ト
の
上
昇
が
あ
ら
ゆ
る
合
理
化

の
限
界
を
超
え
た
年
で
あ
る
。
先
進
国
に
お
い
て
、
製
造
業
で
富
を
得
る

こ
と
が
不
可
能
に
な
り
、
ア
メ
リ
カ
が
決
定
的
に
金
融
化
に
踏
み
出
し
た

の
が
九
五
年
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
以
来
の
経

済
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
を
意
味
す
る
。『
超
マ
ク
ロ
展
望

　世
界
経
済
の
真

実
』（
水
野
和
夫
・
萱
野
稔
人

　集
英
社

　二
〇
一
〇
）
参
照
。

﹇
注
5
﹈

　一
般
的
に
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
」
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
る
作

品
は
、
バ
ッ
ハ
や
ヘ
ン
デ
ル
の
よ
う
な
例
外
を
の
ぞ
け
ば
、
フ
ラ
ン
ス
革

命
以
降
、
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。「
ク
ラ
シ
ッ

ク
音
楽
」
は
、
一
部
の
例
外
の
ぞ
け
ば
、「
一
九
世
紀
の
申
し
子
」
な
の

で
あ
る
。
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